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水
島
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
か
ら
の
輸
送
を
担
う

―
―
最
初
に
、
水
島
臨
海
鉄
道
の
成
り
立
ち

と
概
要
か
ら
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
ま
す
か
。

西
山　

前
身
は
１
９
４
３
年
に
開
業
し
た
旧

三
菱
重
工
業
水
島
航
空
機
製
作
所
の
専
用
鉄

道
で
す
。
当
時
は
蒸
気
機
関
車
が
客
車
と
貨

車
を
牽
引
し
、
汽
笛
の
音
が
ピ
ー
ポ
ー
と
響

き
わ
た
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
市
民
の
皆
さ

ま
に
は
現
在
で
も
「
ピ
ー
ポ
ー
」
の
愛
称
で

親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

戦
後
は
倉
敷
市
交
通
局
に
移
管
さ
れ
、
そ

の
後
、
水
島
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
か
ら
の
貨
物
輸

送
を
担
う
た
め
、
１
９
７
０
年
に
旧
国
鉄
と

倉
敷
市
、
岡
山
県
、
進
出
企
業
が
出
資
し
て

水
島
臨
海
鉄
道
株
式
会
社
が
設
立
さ
れ
ま

し
た
。
１
９
８
７
年
の
国
鉄
民
営
化
に
伴

い
、
旧
国
鉄
の
出
資
分
は
Ｊ
Ｒ
貨
物
に
移
管

さ
れ
て
お
り
、
現
在
も
Ｊ
Ｒ
貨
物
と
倉
敷
市

が
35
％
ず
つ
株
を
持
っ
て
い
ま
す
。
２
大
株

主
の
Ｊ
Ｒ
貨
物
と
倉
敷
市
に
経
営
指
導
を
仰

ぎ
、
自
主
経
営
を
し
て
い
る
第
三
セ
ク
タ
ー

方
式
の
鉄
道
事
業
者
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
ね
。
当
社
社
長
は
歴
代
の
倉
敷
市
長
が
務

め
、
現
社
長
に
は
、
伊
東
香
織
市
長
が
就
任

し
て
い
ま
す
。
市
長
と
し
て
公
務
ご
多
忙
の

中
、
鉄
道
の
利
用
促
進
を
強
力
に
ご
支
援
く

だ
さ
り
、
当
社
の
精
神
的
な
支
柱
に
な
っ
て

い
た
だ
い
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
全
国
の
臨
海
鉄
道
10
社
の
中
で
貨

物
輸
送
と
旅
客
輸
送
を
展
開
し
て
い
る
の
は

鹿
島
臨
海
鉄
道
と
当
社
の
２
社
だ
け
で
す
。　
　

貨
物
事
業
で
は
、
水
島
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
か

ら
貨
物
専
用
の
東
水
島
駅
ま
た
は
倉
敷
貨
物

タ
ー
ミ
ナ
ル
駅
に
製
品
が
運
ば
れ
、
当
社
の

貨
物
列
車
に
積
載
し
て
、
岡
山
の
貨
物
タ
ー

ミ
ナ
ル
を
経
て
Ｊ
Ｒ
に
乗
り
入
れ
ま
す
。
東

水
島
駅

－

Ｊ
Ｒ
倉
敷
駅
間
の
貨
物
輸
送
を
１

日
３
往
復
し
て
い
ま
す
。

―
―
貨
物
輸
送
は
時
代
に
よ
っ
て
大
き
く
変

化
し
て
き
ま
し
た
が
、
事
業
環
境
や
輸
送
量

に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
け
ま
す
か
。

西
山　

会
社
設
立
当
初
は
石
油
の
タ
ン
ク
車

を
は
じ
め
セ
メ
ン
ト
、
石
灰
石
の
専
用
列
車
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や
、
鉄
鋼
、
化
学
薬
品
、
タ
バ
コ
な
ど
各
企

業
の
専
用
線
を
取
り
扱
う
車し

ゃ
あ
つ
か扱

い
輸
送
と
コ

ン
テ
ナ
輸
送
が
あ
り
、
開
業
年
に
は
合
わ
せ

て
年
間
約
１
１
７
万
ト
ン
、
ピ
ー
ク
の
１
９

７
２
年
に
は
約
１
３
４
万
ト
ン
の
輸
送
が
あ

り
ま
し
た
。
開
業
か
ら
十
数
年
の
間
、
そ
の

ほ
と
ん
ど
は
車
扱
い
で
し
た
が
、
各
社
の
輸

送
量
が
少
量
多
頻
度
化
へ
と
変
化
し
て
い
く

の
に
伴
い
、
各
社
の
専
用
線
が
次
々
と
廃
止

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
車
扱
い
輸
送
が
減
少

し
て
い
き
ま
す
。　
　
　

そ
こ
で
１
９
９
７
年
、
東
水
島
駅
構
内
に

海
上
コ
ン
テ
ナ
用
の
ト
ッ
プ
リ
フ
タ
ー
と
い

う
、
20
フ
ィ
ー
ト
総
重
量
24
ト
ン
コ
ン
テ
ナ

の
積
み
替
え
が
で
き
る
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
を

導
入
し
、
コ
ン
テ
ナ
輸
送
の
基
盤
強
化
に
取

り
組
み
ま
し
た
。
こ
れ
は
当
時
、
全
国
の
貨

物
駅
で
も
限
ら
れ
た
駅
で
し
か
扱
わ
れ
て
い

な
い
も
の
で
し
た
。

こ
う
し
て
車
扱
い
輸
送
か
ら
コ
ン
テ
ナ
輸

送
へ
の
切
り
替
え
を
推
進
し
て
い
っ
た
結
果
、

コ
ン
テ
ナ
輸
送
が
順
調
に
増
加
し
て
い
き
、

車
扱
い
輸
送
は
２
０
０
６
年
４
月
を
も
っ
て

終
了
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
同
年
の
コ

ン
テ
ナ
輸
送
量
は
約
53
万
ト
ン
で
、
２
０
１

８
年
は
約
40
万
ト
ン
と
な
っ
て
い
ま
す
。
貨

物
事
業
に
つ
い
て
は
黒
字
が
続
い
て
い
ま
す
。

―
―
貨
物
事
業
に
お
け
る
課
題
に
は
、
ど
の

よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

西
山　

や
は
り
輸
送
力
の
確
保
で
す
ね
。
コ

ン
テ
ナ
輸
送
の
ピ
ー
ク
と
な
っ
た
２
０
０
７

年
に
は
１
日
４
往
復
、
コ
ン
テ
ナ
車
75
両
で

１
８
７
５
ト
ン
の
輸
送
力
が
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
毎
年
の
ダ
イ
ヤ
改
正
時
に
収
支
効

率
が
図
ら
れ
た
結
果
、
２
０
１
３
年
に
は
３

往
復
50
両
で
１
２
５
０
ト
ン
、
２
０
１
７
年

に
は
３
往
復
43
両
で
１
０
７
５
ト
ン
ま
で
減

少
し
て
い
ま
す
。
現
在
は
発
送
荷
物
の
納
期

を
調
整
す
る
な
ど
し
て
対
応
に
努
め
て
い
ま

す
が
、
そ
れ
も
限
界
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
コ
ン
テ
ナ
車
を
牽
引
す
る
機
関
車

の
老
朽
化
が
か
な
り
進
ん
で
い
ま
す
。
現
在

は
Ｊ
Ｒ
貨
物
の
Ｄ
Ｅ
10
形
を
１
両
借
用
し
、

そ
の
ほ
か
自
社
で
保
有
す
る
同
型
の
機
関
車

２
両
を
使
用
し
て
運
行
し
て
い
ま
す
。
自
社

保
有
の
機
関
車
の
寿
命
が
近
づ
い
て
お
り
、

数
年
後
に
は
代
替
機
を
購
入
す
る
必
要
に
迫

ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
ト
ッ
プ
リ
フ

タ
ー
以
外
の
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
も
老
朽
化
し

て
修
繕
費
が
か
さ
ん
で
い
る
状
態
で
す
。

―
―
貨
物
輸
送
の
モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
に
つ
い

て
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
。

西
山　

収
支
効
率
化
に
努
め
、
貨
物
輸
送
を

増
や
し
た
い
と
考
え
る
当
社
に
と
っ
て
は
非

常
に
あ
り
が
た
い
話
で
、
荷
主
と
な
る
企
業

の
需
要
を
的
確
に
判
断
し
て
運
べ
る
体
制
を

つ
く
っ
て
い
く
こ
と
が
私
た
ち
の
課
題
だ
と

考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
国
の
モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
施
策
に

沿
っ
て
、
Ｊ
Ｒ
貨
物
が
輸
送
力
増
強
を
目
的

と
し
て
コ
ン
テ
ナ
貨
車
の
長
編
成
化
を
進
め

て
お
り
、
当
社
は
施
工
会
社
と
し
て
、
そ
の

た
め
の
変
電
所
施
設
の
増
強
や
回
線
の
延
伸

な
ど
の
事
業
を
請
け
負
っ
て
い
ま
す
。

沿
線
地
域
と
の
結
び
つ
き
を
強
固
に

―
―
旅
客
輸
送
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
す
か
。

西
山　

開
業
当
時
は
５
駅
体
制
、
10
往
復
の

列
車
運
行
で
、
乗
降
客
数
は
年
間
約
99
万
人

で
し
た
。
現
在
は
旅
客
駅
10
駅
体
制
で
34
往

復
を
運
行
し
て
お
り
、
年
間
約
１
８
０
万
人

と
設
立
時
の
約
２
倍
の
ご
利
用
が
あ
り
、
輸

送
人
員
は
微
増
し
て
い
ま
す
。
当
社
は
社
員

約
60
人
の
会
社
で
、
現
在
の
運
行
頻
度
を
保

つ
た
め
に
は
、
20
人
ほ
ど
の
運
転
士
が
必
要

で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
他
の
地
方
鉄
道

同
様
、
収
支
的
に
は
厳
し
い
状
況
で
す
。

さ
ら
に
旅
客
列
車
の
11
両
の
気
動
車
も
老

朽
化
で
２
０
２
７
年
頃
か
ら
順
次
更
新
し
て

い
く
予
定
で
す
。
旅
客
の
収
支
を
改
善
し
、

経
営
強
化
に
努
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

―
―
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を

お
考
え
で
す
か
。

西
山　

収
支
を
改
善
し
て
い
く
に
は
何
よ
り

鉄
道
を
利
用
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
必
要

で
、
そ
の
た
め
に
は
、
沿
線
地
域
の
方
々
と

当
社
が
も
っ
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
く
こ
と

が
重
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
私
が
代
表
取

締
役
に
就
任
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
以
降
、
当

社
の
最
重
要
課
題
と
し
て
い
ま
す
。

当
社
は
貨
物
輸
送
事
業
者
と
い
う
側
面
も

あ
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
は
他
社
の
鉄
道
事
業

者
と
比
較
し
て
、
旅
客
サ
ー
ビ
ス
が
経
験
不

足
と
言
い
ま
す
か
、
得
意
で
は
な
か
っ
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
Ｊ
Ｒ
西
日
本
や
富

山
ラ
イ
ト
レ
ー
ル
、
銚
子
電
気
鉄
道
な
ど
に

社
員
が
伺
っ
て
鉄
道
利
用
促
進
策
を
勉
強

し
、
全
社
で
情
報
共
有
す
る
な
ど
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
女
性
社
員
を
営
業
企
画
部
門
に

登
用
し
て
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
視
点
で

さ
ま
ざ
ま
な
企
画
を
打
ち
出
し
て
い
ま
す
。

最
近
の
ト
ピ
ッ
ク
で
は
、
東
京
の
大
学
や

高
校
の
鉄
道
サ
ー
ク
ル
の
皆
さ
ん
の
見
学
を

受
け
入
れ
て
い
ま
す
。
高
校
の
生
徒
さ
ん
た

ち
は
見
学
の
後
、
文
化
祭
で
「
水
島
臨
海
鉄

道
を
支
援
し
よ
う
」
と
い
う
募
金
を
し
て
、

当
社
で
制
作
し
て
い
る
カ
レ
ン
ダ
ー
を
購
入

す
る
形
で
寄
付
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
こ

れ
に
は
と
て
も
感
激
し
ま
し
た
ね
。

２
０
１
９
年
の
鉄
道
の
日
記
念
フ
ェ
ス
タ

で
は
倉
敷
市

－

水
島
間
な
ど
キ
ハ
４
両
編
成

の
特
別
運
行
を
行
い
、
倉
敷
貨
物
タ
ー
ミ
ナ

ル
で
は
、
運
行
を
終
え
た
４
両
編
成
に
「
キ

ハ
20
」
を
連
結
し
て
、
構
内
運
転
と
展
示
撮

影
会
を
実
施
し
ま
し
た
。
全
国
か
ら
お
越
し

い
た
だ
い
た
鉄
道
フ
ァ
ン
で
貨
物
駅
が
満
員

に
な
り
、
こ
れ
も
大
き
な
感
動
で
し
た
。

―
―
水
島
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
の
企
業
と
連
携
さ

れ
た
企
画
も
あ
る
の
で
す
か
。

西
山　
Ｊ
Ｆ
Ｅ
ス
チ
ー
ル
西
日
本
製
鉄
所
と

合
同
見
学
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
小
学
生

水島コンビナートから全国へ、貨物輸送を担う
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以
上
が
対
象
で
、
車
両
点
検
現
場
の
見
学
や

車
掌
体
験
、
Ｊ
Ｆ
Ｅ
ス
チ
ー
ル
で
は
製
造
現

場
の
一
部
を
見
学
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

Ｊ
Ｆ
Ｅ
ス
チ
ー
ル
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ラ

ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
し
て
お
り
、
毎
年
11

月
に
開
催
さ
れ
る
「
Ｊ
Ｆ
Ｅ
西
日
本
フ
ェ
ス

タ
」
で
は
、
自
動
車
で
は
な
く
水
島
臨
海
鉄

道
と
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
を
乗
り
継
い
で
の
来
場

を
呼
び
掛
け
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

―
―
沿
線
地
域
と
の
つ
な
が
り
を
大
事
に
さ

れ
て
い
る
の
で
す
ね
。

西
山　

え
え
。
以
前
、
お
客
さ
ま
か
ら
当
社

の
駅
が
あ
ま
り
き
れ
い
で
は
な
い
と
い
う
ご

指
摘
を
い
た
だ
い
た
時
は
、
社
員
総
出
で

ホ
ー
ム
の
壁
を
磨
い
た
り
、
ベ
ン
チ
を
替
え

た
り
し
ま
し
た
。
最
も
反
響
が
大
き
か
っ
た

の
は
倉
敷
市
駅
に
待
合
室
を
設
置
し
た
こ
と

で
す
ね
。
さ
ら
に
、
小
さ
い
こ
と
で

す
が
、
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
や
ク
リ
ス
マ
ス

な
ど
季
節
の
イ
ベ
ン
ト
で
車
内
を
装

飾
し
た
り
、
デ
ザ
イ
ン
缶
バ
ッ
ジ
を

全
社
員
が
着
け
る
よ
う
に
し
た
ら
、

お
客
さ
ま
に
お
声
掛
け
い
た
だ
く
こ

と
が
増
え
ま
し
た
。
地
域
の
皆
さ
ま

に
「
水
島
臨
海
鉄
道
は
最
近
ず
い
ぶ

ん
と
変
わ
っ
て
き
た
ね
」
と
言
わ
れ

ま
す
。

こ
う
し
た
企
画
は
全
員
参
加
が

基
本
で
す
。
ラ
グ
ビ
ー
の
「O

N
E 

T
EA

M

」
の
精
神
に
倣
っ
て
社
員

の
一
体
化
に
努
め
て
い
ま
す
。

バ
リ
ア
フ
リ
ー
や
新
型
車
両
導
入
も

検
討

―
―
社
員
教
育
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
方

針
を
お
持
ち
で
す
か
。

西
山　

当
社
で
は
定
期
的
な
採
用
を
行
っ
て

い
な
か
っ
た
の
で
、
20
代
が
と
て
も
多
く
、

30
代
は
全
然
い
な
い
。
40
代
が
少
し
い
て
、

50
代
は
い
な
い
状
態
で
す
。
中
途
採
用
な
ど

を
行
い
、
こ
う
し
た
世
代
間
の
不
均
衡
を
少

し
ず
つ
解
消
し
て
い
ま
す
。

当
社
は
気
動
車
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
自

社
で
運
転
士
を
養
成
し
て
い
ま
す
が
、
そ
う

し
た
技
術
の
養
成
も
含
め
旅
客
サ
ー
ビ
ス
な

ど
、
幅
広
い
視
野
で
人
材
育
成
に
努
め
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

第
三
セ
ク
タ
ー
の
鉄
道
事
業
者
で
す
の

で
、
出
向
者
や
関
係
者
も
多
い
の
で
す
が
、

プ
ロ
パ
ー
の
社
員
を
育
成
し
て
い
く
こ
と
が

大
切
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
私
自

身
、
駅
長
を
通
じ
て
対
話
の
場
を
つ
く
り
、

若
い
社
員
の
意
見
や
要
望
に
耳
を
傾
け
る
よ

う
心
掛
け
て
い
ま
す
。

―
―
２
０
２
０
年
に
は
創
立
50
周
年
を
迎
え

ら
れ
ま
す
。
将
来
的
な
構
想
を
お
聞
か
せ
く

だ
さ
い
。

西
山　

創
立
50
周
年
に
向
け
て
は
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
立
ち
上
げ
て
進
め
て
い
ま
す
。
ま

た
、
当
社
は
旅
客
輸
送
の
主
な
駅
と
な
る
倉

敷
市

－

水
島
間
９
駅
の
う
ち
、
５
駅
が
高
架

駅
で
す
が
、
栄
駅
・
水
島
駅
以
外
は
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
が
未
設
置
で
す
。
車
椅
子
な
ど
を

ご
利
用
の
場
合
は
乗
車
前
に
お
電
話
を
い
た

だ
い
て
対
応
し
て
い
ま
す
が
、
バ
リ
ア
フ

リ
ー
化
が
検
討
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
将
来
的
な
構
想
で
は
、
Ｊ
Ｒ
貨
物

の
新
型
電
気
式
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
車
「
Ｄ
Ｄ

２
０
０
形
」
の
導
入
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

旅
客
で
は
、
Ｌ
Ｒ
Ｔ
の
導
入
が
出
来
な
い

か
を
考
え
て
い
て
、
台
湾
の
ラ
イ
ト
レ
ー
ル

の
見
学
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。
台
湾
の
Ｌ
Ｒ

Ｔ
は
、
蓄
電
池
を
搭
載
す
る
無
架
線
給
電
方

式
で
す
。
電
気
設
備
を
新
設
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
が
、
架
線
が
不
要
な
の
で
当
社

に
最
適
な
ん
で
す
。
Ｌ
Ｒ
Ｔ
の
よ
う
に

段
差
が
な
く
、
乗
り
や
す
い
と
さ
ら
に

皆
さ
ま
の
生
活
に
優
し
い
鉄
道
に
な
り

ま
す
よ
ね
。
倉
敷
市
の
皆
さ
ま
に
さ
ら

に
愛
さ
れ
る
鉄
道
会
社
を
目
指
し
て
い

き
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
さ
ま
ざ
ま
な
壁

は
あ
り
ま
す
が
、
小
さ
く
て
も
可
能
性

を
見
つ
け
、
少
し
ず
つ
目
標
に
近
づ
く

努
力
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

ま
た
、
現
在
、
Ｊ
Ｒ
倉
敷
駅
と
当
社
の
倉

敷
市
駅
は
離
れ
て
お
り
、
乗
り
継
ぎ
を
し
て

い
た
だ
く
た
め
に
は
少
し
歩
い
て
い
た
だ
か

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
両
駅
の
乗
り
換
え

の
ス
ム
ー
ズ
化
を
ど
の
よ
う
な
形
で
進
め
る

か
、
社
内
で
検
討
し
て
い
ま
す
。

―
―
貨
物
鉄
道
と
旅
客
鉄
道
を
そ
れ
ぞ
れ
個

別
に
捉
え
て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、
こ
う
し

て
お
話
を
伺
っ
て
い
ま
す
と
、
貨
物
と
旅
客
、

一
体
と
な
っ
た
取
り
組
み
を
考
え
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
の
で
す
ね
。

西
山　

社
員
数
約
60
人
の
会
社
で
す
か
ら
、

一
体
と
な
る
こ
と
が
必
要
な
ん
で
す
。
例
え

ば
旅
客
で
運
転
士
を
し
て
い
た
人
が
貨
物
駅

勤
務
に
転
属
す
る
こ
と
も
あ
り
、
私
た
ち
に

区
別
の
意
識
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
そ
れ

が
当
社
の
強
み
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

当
社
の
創
業
時
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は

「
倉
敷
市
の
経
済
と
生
活
を
守
る
重
要
な
使

命
を
持
っ
て
い
ま
す
」
で
す
。
こ
れ
か
ら
も

そ
れ
を
さ
ら
に
深
め
る
企
業
努
力
を
重
ね
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

倉敷市駅。朝夕は通勤・通学客で混み合う
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1943 年	 7 月	 	三菱重工業水島航空機製作所（現・三菱自動車水島製作所）
設立。倉敷－水島製作所間に 9.2㎞の専用鉄道が開業、資
材と工員輸送を行う。

1945年	 6 月	 	米軍の空襲（水島空襲）により水島航空機製作所が破壊さ
れる。

1947年	 4 月	 	水島工業都市開発株式会社設立。専用鉄道が同社に移管さ
れる。

1948年	 6 月	 水島工業都市開発株式会社が地方鉄道敷設の免許を取得。
1948年	 8 月	 	旅客輸送を開始する。専用鉄道時代の社倉敷駅（現・倉敷

市駅）、福田駅、岡山工場駅に、新たに五軒屋駅、水島港
駅を加え、福田駅を弥生駅に、岡山工場駅を水島駅と改称
して営業を開始。

1949年	 5 月	 球場前駅が開業。
1949年	11 月	 西富井駅が開業。
1952年	 4 月	 	倉敷市が水島工業都市開発から鉄道事業を買収。倉敷市交

通局が運営する市営鉄道となる。岡山県と倉敷市は、水島
に工場を誘致する条件の一つに、新設する工場に鉄道の引
き込み線を敷設し、製品の鉄道輸送を確保するとしていた。
倉敷市交通局の鉄道線となり、これが確約された。

1953年～	 	 水島臨海工業地帯の建設が始まる。
1953年	 8 月	 	倉敷市交通局が鉄道輸送を貨物中心に切り替えるとともに

輸送力強化のため、ディーゼル機関車を導入。以降、蒸気
機関車を順次、ディーゼル機関車に取り替える。

1962年	 7 月	 	倉敷市交通局が貨物専用線として、水島港－西埠頭間に西
埠頭線、水島－日鉱前（現・東水島）に港東線を開業。

1965年	 8 月	 	倉敷市交通局が貨物専用線として、水島－川鉄前（後に廃
止）を開業。

1968年	10 月	 五軒屋駅休止。
1970年	 2 月	 	水島臨海工業地帯の発展に伴い、1967 年度には交通局発

足当時の約 9倍まで貨物輸送量が増加。さらなる輸送需要
に対応するため、国鉄、倉敷市、岡山県、水島地区関連企
業が出資して、第三セクター・水島臨海鉄道が発足する。

1970年	 4 月	 	水島臨海鉄道が倉敷市から地方鉄道事業の譲渡を受け、営
業を開始。

1970年	 9 月	 水島駅にコンテナ基地を開設。営業を開始する。
1970年	10 月	 水島－国鉄岡山操車場間で直通列車の運転を開始。
1971年	 9 月	 倉敷市－水島間をCTC（列車集中制御）化。
1971年	10 月	 	水島から東京まで約 10時間で直通する貨物列車「東京フ

レートライナー列車」運転開始。
1972年	 3 月	 	日鉱前駅を東水島駅と改称し、東側に約 300m移転。東水

島駅コンテナ基地の営業を開始。
1972年	 9 月	 	三菱自工前駅が開業。水島－三菱自工前間の旅客営業を開

始する。
1973年	 5 月	 西富井駅を約 400m倉敷市側に移転。高架完成。
1976年	12 月	 休止中の五軒屋駅を廃止。
1981年	 4 月	 倉敷市駅を国鉄（現・JR西日本）倉敷駅前に移転。

1983年	 3 月	 新操車場へ機関区移転、開業。
1984年	 ３月	 	三菱自工前－川鉄前間に、倉敷貨物ターミナル駅が開業。
	 		 	倉敷貨物ターミナル－川鉄前間、水島港駅を廃止。倉敷市

－倉敷貨物ターミナル間を水島本線とする。
	 	 倉敷貨物ターミナル駅にCTCセンターが移転、開業。
1986年	 3 月	 栄駅が開業。
1988年	 3 月	 浦田駅が開業。
1989年	 3 月	 福井駅が開業。
1992年	 9 月	 浦田－三菱自工前間の鉄道高架事業完成。常盤駅が開業。
	 	 これに伴い、水島駅に昼間のみ駅員を配置。
1995年	 2 月	 新型車両MRT300使用開始。
1995年	 3 月	 水島本線にATS（自動列車装置）新設。
1996年	 3 月	 旅客列車のワンマン運転を開始。
1997年	 5 月	 	海上コンテナの輸送を開始。大型コンテナ用のトップリフ

ターを導入。
2002年	 3 月	 土曜・日曜・祝日の全列車ワンマン運転を開始。
2005年	 9 月	 倉敷市駅終端列車防護装置の設置。
2006年	 2 月	 MRT300 の速度制限装置使用開始。
2006年	 3 月	 キハ 20の速度制限装置使用開始。
2006年	 4 月	 車扱い輸送終了。
2007年	 3 月	 三菱自工前駅で一部列車が昼間時間帯にも発着開始。
2013年	 1 月	 	港東線引き込み線の JX日鉱日石線（旧ジャパンエナジー

線）を廃止。
2014年	 4 月	 消費税率 8％の実施により、旅客運賃を改定。
2014年	 5 月	 	キハ 20 の老朽化に伴い、JR 東日本よりキハ 37、キハ

38、キハ 30を譲り受け、車両運転を開始する。
	 	 キハ 20は 3両を廃車（キハ 205の 1両は存続）。
2016年	 7 月	 西埠頭線（三菱自工前駅－西埠頭駅）を廃止。
2019年	10 月	 消費税率 10％の実施により、旅客運賃を改定。

高校生の利用が多い西富井駅 倉敷市駅は水島臨海鉄道唯一の終日有人駅 高架区間をゆくコンテナを積載した貨物列車

営業キロ：	水島本線（旅客・貨物）倉敷市－倉敷貨物ターミナル間	11.2㎞
											 港東線（貨物）水島－東水島間　3.6㎞
動 力 車：	ディーゼル機関車 3両
気 動 車：		MRT300 形式 6両、キハ 30形式 1両、キハ 37形式 3両、キハ 38形式 1両
	 （キハ 20形式 1両	動態保存）
荷役機器：	12フィートコンテナ用5台、20フィートコンテナ用3台、トップリフター1台
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